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ー

こ
の
一
連
の
論
稿
の
意
図
は
‘
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
「
和
解
」

(
d
i
e
V
e
r
s
o
h
n
u
n
g
)
と
い
う
宗
教
的
表
現
が
い
か
に

し
て
「
媒
介
」
(
d
i
e

V
 er
m
i
t
t
e
l
u
n
g
)
と
い
う
哲
学
的
概
念
に
展
開
す
る
の
か
を
‘

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
和
解
」
に
つ
い
て
始
め
て
語
る
の
は
‘
ま
だ
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
学
生
で
あ
っ
た
彼
が
日
付
は
明
白
で

(
1
)
 

は
な
い
が
一
七
九
三
年
に
草
し
た
第
四
説
教
に
お
い
て
で
あ
り
、
彼
が
「
媒
介
」
と
い
う
哲
学
的
表
現
を
始
め
て
用
い
る
の
は
一
八

0
0

年
九
月
二
四
日
と
日
付
け
ら
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
性
』

(
D
i
e
Positivitat d
e
r
 c
h
r
i
s
t
l
i
c
h
e
n
 
R
e
l
i
g
i
o
n
)
 

(
2
)
 

に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
間
‘

九
三
年
九
月
二

0
日
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
を
半
業
し
、
ベ
ル
ン
で
の
三
年
に
亘
る
家
庭
教
師
生
活
を
経
て
（
一
七
九
三
‘

-
0ー
一
七
九

六
年
秋
）
、
一
七
九
七
年
の
始
め
友
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
奨
め
に
応
じ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
こ
の
改
稿
を
書

き
終
え
た
後
（
一
八

0
0年
年
末
）
‘
間
も
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ナ
(
-
八
〇
一
の
始
め
）
に
移
る
。
論
者
に
と
っ
て
大
事
な
点
は
‘
イ
エ

ナ
に
移
っ
た
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
こ
れ
ま
で
の
悩
み
多
き
青
春
の
思
索
家
を
脱
皮
し
、
青
年
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
に
成
長
し
て
い
た
点
で
あ

る
。
従
っ
て
‘

と
こ
ろ
で
、

私
見
に
よ
れ
ば

ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
わ
ば
自
己
の
哲
学
を
求
め
て
多
様
な
思
索
を
遍
歴
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
八

0
0
年
と
い
う
年
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
成
立
に
と
っ
て
画
期
的
意
味
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
媒
介
」
と
い
う
概
念
を
初
め
て
使
用
し
た
と
き
‘

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介
の
思
想

そ
の
文
脈
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
論

ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
七

と
い
う
旧
稿
の
改
稿

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
即
し
て
模
索
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(2) 

高

橋

昭
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者
は
次
の
三
点
に
要
約
し
た
い
。
そ
の
第
一
は
カ
ン
ト
と
の
関
係
で
あ
り
、
第
二
は
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
性
と
イ
エ
ス
の
媒
介
の
問
題
で

あ
り
、
そ
の
第
三
は
形
而
上
学
に
お
け
る
有
限
と
無
限
の
問
題
で
あ
る
。
さ
し
当
っ
て
‘
論
者
は
第
一
の
問
題
を

A
「
カ
ン
ト
哲
学
の
回

顧」、

B
ー
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
傾
倒
と
批
判
」
と
に
区
分
し
、
前
稿
に
お
い
て
前
者
・

A
の
み
を
論
じ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
を
経

て
ベ
ル
ン
に
移
っ
た
後
、
し
ば
し
ば
史
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
ご
と
く
‘
専
ら
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
依
拠
し
つ
つ
イ
エ
ス
像
を

描
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
単
な
る
カ
ン
ト
主
義
者
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
主
義
を
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
同

列
に
お
い
て
両
者
を
鋭
く
批
判
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
論
者
は
、
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の
第
一
回
目
の
転
換
を
見
出
し
う
る
と
思
う
。
な
ぜ
、
ヘ

ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
主
義
か
ら
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
に
至
る
か
に
つ
い
て
は
‘
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
‘

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
受
け
た
影
響
、
そ
れ
に
伴
う
汎
神
論
的
傾
向
へ
の
傾
斜
等
々
を
挙
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
論
者

も
そ
れ
ら
の
議
論
に
対
し
特
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
‘
論
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
間
に
あ
る
微

妙
な
差
異
、
特
に
カ
ン
ト
の
主
張
す
る
「
要
請
」
(
d
a
s

P
o
s
t
u
l
a
t
)
と
い
う
概
念
‘
及
び
三
者
の
自
己
意
識
の
問
題
を
め
ぐ
る
差
異
に

注
目
し
た
い
。
こ
の
差
異
は
‘
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
生
涯
に
亘
る
哲
学
上
の
対
立
を
予
告
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ii_lteste 
S
y
s
t
e
m
p
r
o
g
r
a
m
m
 d
e
s
 
d
e
u
窃

c
h
e
n

は
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
筆
に
よ
る
に
も
拘
ら
ず
‘

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
ご
と
く
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
筆
蹟
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
古
の
体
系
計
画
』

(
3
)
 

I
d
e
a
l
i
s
m
u
s
)

と
一
般
に
よ
ば
れ
て
き
た
草
稿
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

そ
の
思
想
内
容
か
ら
い
っ
て
‘
そ
れ
を
と
き
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
考
え
‘

と
き
に
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
に
基
づ
く
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年0
•
ペ
ゲ
ラ
ー
、

D

・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
、

K

・
デ
ュ
ジ
ン
ク
、

(
4
)
 

H
・
ハ
リ
ス
等
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
に
外
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
始
め
‘
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論

が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
も
し
ペ
ゲ
ラ
ー
等
の
主
張
の
ご
と
く
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
手
に
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
で
あ
る
と

資
質

(
D
a
s
 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
な
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五
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論

四
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
）

二
、
『
最
古
の
体
系
計
画
』
に
つ
い
て

二
、
ベ
ル
ン
期
の
イ
エ
ス
像
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
主
義
）

ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
資
質
（
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
）

を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
解
す
る
。

一
七
九
六
年
秋
か
ら
一
七
九
七
年
初
め
ま
で
に
書
い
た
と
考
え
ら
れ
、

I

ペ
ゲ
ラ

ー
の
考
証
に
よ
る
ー
ー
ベ
ル
ン
期
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
へ
の
転
換
と
重
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、
こ
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
主
義
か
ら
カ
ン
ト
批
判
へ
の
転
向
に
重
大
な
鍵
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
ベ
ル
ン
期
に
お
け
る
カ
ン
ト
ヘ
の
傾
倒
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
を
明
白

に
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
転
換
の
根
拠
を
求
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
差
異
‘

体
系
計
画
』

及
ぴ
『
最
古
の

の
著
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
の
問
題
に
も
―
つ
の
試
論
を
提
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
猶
、
後
に
詳
論
す
る
が
、
論
者
は
そ
れ
を

と
こ
ろ
で
、
こ
の
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
歩
み
は
極
め
て
多
彩
で
あ
る
。
従
っ
て
論
者
は
‘
止
む
を
え
ず
、
次
の
ご
と
き
順
序
で
論

本
稿
の
直
接
的
意
図
は

『
最
古
の
体
系
計
画
』
は

す
れ
ば

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
草
稿
を
お
そ
ら
く
は
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m
a
t
i
s
c
h
e
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)
 

を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く

そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
は
最
高
の
巨
峰
と
さ
れ
る
。
実
際

一
、
カ
ン
ト
と
の
関
係

B
・
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
傾
倒
と
批
判

カ
ン
ト
‘

ヘ
—
ゲ
ル
独
自
の
資
質
（
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
）

フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
と
続
く
ド
イ
ツ
観
念
論
は
‘
、
し
ば
し
ば
ア
ル
プ
ス
連
山
と
の
巨
峰
に
比
せ
ら
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
生
涯
を
か
け
て
雄
大
無
比
‘

巨
大
な
哲
学
体
系

ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
に
亘
る
勤
勉
精
励
、
強
靱
な
思
索
力
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル

に
つ
い
て
も
‘
多
く
の
伝
記
は
ギ
ム
ナ
ジ
ュ
ー
ム
以
来
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
励
ぶ
り
、
豊
富
な
読
書
量
、
多
彩
な
教
養
を
伝
え
て
い
る
。
同

時
に
亦
‘
多
く
の
伝
記
は
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
撥
刺
と
輝
き
出
る
独
自
な
資
質
、
あ
る
い
は
天
才
的
な
個
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
伝
え
て

い
る
。
後
に
み
る
ご
と
く
‘
こ
の
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
な
資
質
‘
個
性
が
、

カ
ン
ト
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
を
し
て
カ
ン
ト
を
超

え
さ
せ
‘
あ
る
い
は
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
も
異
る
独
自
な
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
開
花
せ
し
め
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

金
子
武
蔵
氏
は
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
に
亘
る
独
自
な
個
性
を
「
人
倫
的
」
と
さ
れ
、
こ
の
人
倫
的
性
格
が
ギ
ム
ナ
ジ
ュ
ー
ム
時
代
の
日

(
6
)
 

記
に
躍
如
と
し
て
踊
り
出
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ラ
ッ
ソ
ン
は
そ
の
同
じ
日
記
の
内
に
「
現
実
性
へ
の
尊
重
」
を
読
み
と
り
、
そ
れ

は
終
生
変
ら
ぬ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
個
性
と
な
っ
て
、
後
に
「
客
観
的
精
神
」
、
あ
る
い
は
歴
史
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
と
し
て
結
実
す
る
と
主
張
し
て

い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
や
カ
ッ
シ
ラ
ー
等
、
多
く
の
史
家
が
主
張
す
る
ご
と

v、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
は
専
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
ラ
ッ
ソ
ン
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
の
奥
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
む
巾
広
い
歴
史
的
現
実
へ
の
関
心
が
根
抵
を

な
し
て
い
た
と
い
う
。
金
子
教
授
は
一
七
八
五
年
七
月
一
日
付
の
ギ
ム
ナ
ジ
ュ
ー
ム
時
代
の
日
記
か
ら
「
思
う
に
実
用
的
歴
史
(
e
i
n
e
p
r
a
g
 ,
 

と
は
単
に
事
実
を
物
語
る
だ
け
で
な
く
、
有
名
な
人
物
や
全
国
民
の
性
格
を
、
そ
の
風
俗
、
習
慣
‘
宗
教
等
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を
‘
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
と
他
国
民
か
ら
の
相
異
を
展
開
し
‘
諸
大
帝
国
興
亡
を
あ
と
づ
け
、
国
家
に
と
っ
て
の
あ
れ
こ
れ
の

(
8
)
 

出
来
事
や
変
化
が
国
民
に
い
か
な
る
憲
法
を
い
か
な
る
性
格
を
結
果
と
し
て
斉
ら
し
た
か
と
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

主
張
を
引
用
さ
れ
、
少
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
が
単
に
キ
リ
ス
ト
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
族
の
性
格
や
精
神
、
さ
ら
に
宗
教
や
国
憲
を
内
容

と
す
る
歴
史
的
現
実
全
体
へ
の
関
心
、
即
ち
「
人
倫
的
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ル
カ
ッ
チ
も
ま
た
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の

(
9
)
 

関
心
が
「
社
会
や
歴
史
現
象
の
判
定
」
に
専
ら
向
け
ら
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
金
子
教
授
や
ル
カ
ッ
チ
の
指
摘
、
あ
る
い

ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
資
質
‘
個
性
で
あ
っ
た
と
論
者
も
主
張
し
た
い
。
事
実
‘
こ
の
現
実

へ
の
関
心
は
、
そ
の
思
弁
的
、

k
o
n
t
e
m
p
l
a
t
i
く
な
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
あ
っ
て
終
生
変
ら
ぬ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
色
と
な
る
。

0
七
年
イ
エ
ナ
時
代
の
最
后
を
飾
る
『
精
神
現
象
学
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
が
「
愛
知
」

(
L
i
e
b
e

(10) 

い
う
古
代
か
ら
の
伝
統
的
な
定
義
を
脱
し
て
「
現
実
的
な
知
」

(
w
i
r
k
l
i
c
h
e
s
W
i
s
s
e
n
)

た
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
‘

ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
時
に
こ
の
「
現
実
的
な
知
」
が
「
学
的
体
系
」
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
附
言
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
現
実
へ
の
強

な
の
で
あ
る
。
歴
史
的
現
実
へ
の
強
い
関
心
、

い
関
心
と
い
う
個
性
が
、
直
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
実
践
家
た
ら
し
め
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
時
代
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
老
人
」

(11)

（

12) 

(der Alte)

と
評
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
を
ラ
ッ
ソ
ン
は
‘
「
徹
底
し
た
思
索
家
」
(ein
D
u
r
c
h
d
e
n
k
e
r
)
と
解
す
べ
き
で
あ
る(13) 

と
主
張
し
て
い
る
。
後
年
の
『
法
哲
学
』
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
概
念
に
お
い
て
把
握
す
る
の
が
哲
学
の
課
題
」

(14) 

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
へ
の
思
弁
的
観
念
的
な
態
度
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
と
っ
た
姿
勢
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
性
格
が
、
生
涯
に
亘
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
色
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

は
ラ
ッ
ソ
ン
の
い
う
現
実
へ
の
強
い
関
心
こ
そ

z
u
m
 
W
i
s
s
e
n
)
 
と

た
と
え
ば
‘
一
八
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た
と
え
暗
示
的
に
で
は
あ
れ
、

に
移
っ
て
改
め
て
カ
ン
ト
を
再
研
究
し
始
め
て
か
ら
で
あ
る
。

稿
群
の
中
の
最
初
の
部
分
、
即
ち
そ
の
「
予
稿
」
と
「
基
本
稿
」

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
稿
の
中
で
特
に
重
大
な
も
の
は
‘
既
に
述

(15) 

べ
た
説
教
草
稿
第
三
、
第
二
、
及
ぴ
第
四
と
、
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』

(
V
o
l
k
s
r
e
l
i
g
i
o
n
u
n
d
 
C
h
r
i
s
t
e
n
t
u
m
)

と
題
さ
れ
る
草

(16) 

で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
(
-
七
九
ニ
ー
九
三
）
は
、
既
に
カ

ン
ト
、
特
に
そ
の
『
実
践
理
性
批
判
』
を
熟
読
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は

(17) 

一
七
八
九
年
ま
で
に
は
改
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
(
-
七
八
七
年
の
第
二
版
）
を
読
ん
で
覚
え
書
を
作
成
し
、

(18) 

日
付
の
確
定
は
困
難
で
は
あ
る
が
引
き
続
き
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
(
-
七
八
八
）
を
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

ト
教
』

の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
に
草
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
既
に
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
の
多
く
の
思
想
に
深
く

な
じ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
を
本
格
的
に
勉
強
し
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
る
の
は
‘
ベ
ル
ン

と
こ
ろ
で
、
論
者
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
草
稿
の
中
‘
比
較
的
カ
ン
ト
の
影
響
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自

の
思
索
が
直
接
的
に
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
説
教
草
稿
」
か
ら
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
四
篇
の
説
教
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
い
ず
れ
も
ル
タ
ー
主
義
正
統
派
の

神
学
生
と
し
て
の
義
務
か
ら
、
既
述
の
ご
と
く
、

(19) 

立
場
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で
ー
こ
の
正
統
派
へ
の
批
判
が
ベ
ル
ン
に
移
っ
た
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
と
な
る
ー
特
に
問
題
と
す
べ
き
ヘ

(20) 

ー
ゲ
ル
独
自
の
思
想
は
ま
だ
明
白
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
論
者
に
と
っ
て
は

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
思
想
の
萌
芽
が
既
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス

ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
や
フ
ィ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
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史
家
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
ご
と
く
‘
「
神
の
国
」

を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
神
の
精
神
と
イ
エ
ス
の
精
神
と
我

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ヘ
ル
ダ

一
般
に
「
感
性
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
第
三
説
教
（
一
七
九
三
•
五
•
一
）

(21) 

ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
、
イ
エ
ス
が

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

あ
ろ
う
。

(<ler 

れ
は

「
権
力
に
自
己
を
外
化
す
る

は

一
方
で
は
イ
エ
ス
の
奇
蹟
へ
の
狂
信
的
信
仰
を
強
く
拒
否
し
つ
つ
、
他
方
で
は
「
真
な
る
信
仰
は
単
な
る
悟
性
の
こ
と
で
は

こ
の
主
張
そ
の
も
の
は
、
奇
蹟
信
仰
の
拒
否
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、

し
か
し
、

に
お
い
て
、

「
神
の
真
な
る
息
子
」

「
真
な
る
信
仰
と
は
父
が
イ
エ
ス
の
中
に
住
ん
だ
こ
と
に
基
づ
か

(22) 

で
あ
る
こ
と
、
及
び
「
イ
エ
ス
の
な
せ
る
業
」
へ
の
信
仰
を
強
調
す
る
。
そ

イ
エ
ス
を
神
の
息
子
と
し
て
強
調
し
て
い
る
点
は
す
ぐ
後
の
ベ
ル
ン
期
の
イ
エ
ス
像
と
対
照
的
で
あ
る
し
、

ま
た
狂
信
的
な
奇
蹟
信
仰
を
拒
否
し
つ
つ
、
信
仰
を
「
悟
性
の
こ
と
」

(
S
a
c
h
e
d
e
s
 
V
 er
s
t
a
n
d
e
s
)
 

シ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
、
第
三
説
教
の
後
に
草
さ
れ
た
と
さ
れ
る
第
二
説
教
（
一
七
九
三
•
六
•
一
六
）
も
重
大
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
神
の
国
の
真
な
る
市
民
を
鼓
舞
す
べ
き
精
神
を
完
全
に
述
べ
て
い
る
」

イ
エ
ス
の
山
上
の
垂
訓
を
と
り
あ
げ
、

(24) 

「
地
上
の
国
」

(
e
i
n
e
w
e
l
t
l
i
c
h
e
 
W
e
l
t
)
で
は
な
く
ー
も
し
イ
エ
ス
の
弟
子
が
信
じ
た
よ
う
な

(25) 

(sich 
e
n
t
a
u
B
e
r
n
)

奴
隷
形
態

(
K
n
e
c
h
t
s
g
e
s
t
a
l
t
)

」
に
す
ぎ
な
い
と
非
難
す
る
ー
内
面
的
な
「
精
神
」

G
e
i
s
t
)

の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
即
ち
「
神
の
子
」
た
る
「
キ
リ
ス
ト
の
精
神
が
我
々
の
中
に
住
み
」
、
そ
し
て
「
神
の
精
神
が
我

(

2

7

)

(

2

8

)

（

29) 

々
の
中
に
住
み
」
、
「
我
々
は
神
の
国
の
市
民
」
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
の
「
神
と
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
愛
」
が
「
自
己
愛
」
「
欲
望
一
‘

(30)

（

31) 

(Sinnlichkeit)

を
克
服
し
て
、
我
々
は

(
n
e
u
e

M
e
n
s
c
h
e
n
)

と
な
り
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
新
し
き
人
」

実
現
へ
の
努
力
は
‘
後
に
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
卒
業
に
際
し
て
‘

(32) 

ー
リ
ン
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
間
に
交
わ
し
た
盟
約
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

「
神
の
国
」

々
の
精
神
と
の
合
一
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
合
一
の
根
祗
を
な
す
も
の
が
「
神
と
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
愛
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ

「
地
上
の
国
」

し
て
同
時
に
、

(23) 

は
な
い
」
と
断
言
す
る
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

お
そ
ら
く
正
統
ル
タ
ー
派
の
伝
統
に
よ

で
は
な
い
と
し
て
い
る
点
は
重
大
で

と
し
、

「
神
の
国
」

そ と
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以
上
‘
論
者
は
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
時
代
ヘ
ー
ゲ
ル
が
草
し
た
「
説
教
」
を
簡
単
に
考
察
し
た
。
そ
こ
で
み
ら
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
な
も
の

と
は
‘
真
な
る
信
仰
‘
あ
る
い
は
罪
の
「
和
解
」
を
「
悟
性
」
や
「
狂
信
的
信
仰
」
に
求
め
る
の
で
は
な
く
‘
「
愛
」
と
「
精
神
」
に
求
め

た
点
に
あ
っ
た
と
総
括
し
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
ベ
ル
ン
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
ヘ
の
傾
倒
を
通
り
越
し
て
フ
ラ

あ
ろ
う
。

の
割
に

に
お
い
て

U• 

V
 er
s
o
h
n
l
i
c
h
k
e
i
 t)
 

と
い
う
思
想
が

っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
神
、
イ
エ
ス
、
我
々
と
い
う
三
つ
の
精
神
が
「
と
」
(
u
n
d
)

よ
う
な
イ
エ
ス
を
媒
介
し
て
の
神
と
我
々
の
精
神
の
合
一
と
い
う
思
想
に
は
遥
か
に
及
ば
な
い
。
し
か
し
愛
を
根
祗
と
す
る
神
、
イ
エ
ス
、

我
々
の
精
神
の
合
一
と
い
う
思
想
は
‘

ベ
ル
ン
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
通
り
越
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
暗
示
す
る
も
の
が

(33) 

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
イ
エ
ス
の
弟
子
が
、
「
自
己
外
化
」
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
重
大
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
こ
で
は
「
神
と
キ
リ
ス
ト

へ
の
愛
」
や
「
精
神
」
と
い
う
思
想
の
強
調
と
同
時
に
‘

と
い
う
連
―
―
-
E

の
形
で
述
べ
ら
れ
、
後
述
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
で
は
批
判
の
対
象
と
な
る
カ
ン
ト
主
義
的
な
感
性
的
衝
動

の
克
服
と
い
う
思
想
も
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
已
独
自
の
思
索
と
同
時
に
カ
ン
ト
主
義
の
洗
礼
を
受
け
つ
つ
あ

(34) 

シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
時
代
の
最
后
に
草
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
第
四
説
教
は
、
第
三
説
教
の
「
真
な
る
信
仰
は
悟
性
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
い

(35) 

う
主
張
と
第
二
説
教
の
「
神
と
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
愛
」
に
基
づ
く
「
神
の
国
の
市
民
」
と
い
う
思
想
に
加
え
て
、
新
し
く
「
愛
と
和
解
」
(
L
i
e
b
e

(36) 

「
正
し
き
信
仰
の
真
な
る
‘
き
わ
だ
っ
た
目
じ
る
し
」
と
主
張
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期

ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
も
重
要
な
思
想
を
な
す
「
和
解
」
と
い
う
概
念
が
正
面
に
出
て
く
る
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
草
稿
が
最
初
で
あ

る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
説
教
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
‘
こ
の
説
教
は
‘
そ
の
長
篇

ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
思
想
が
出
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
許
さ
れ
る
で



，
 か

ら
で
あ
る
。

研
究
を
進
め
る
が

ろ
う
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。

｀
 

し
カ

ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
通
ず
る
面
を
も
つ
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
実
へ
の
関
心
と
い
う
個
性
が
直
接
的
に
出
て
い
た
か
ら
で
あ

こ
れ
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
は
‘
「
説
教
」
と
並
行
し
て
草
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代

の
草
稿
に
お
い
て
再
論
さ
れ
る
。
論
者
は
次
に
そ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
と
題
さ
れ
た
草
稿
の
中
で
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
に
草
さ
れ
た
部
分
は
、
後
述
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
実
へ
の
関
心
は
‘

ル
カ
ッ
チ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

ご
と
く
‘
ベ
ル
ン
時
代
に
草
さ
れ
た
部
分
と
微
妙
な
差
異
を
示
す
。
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
は
他
の
学
友
達
と
共
に
カ
ン
ト
の

(37) 

カ
ン
ト
主
義
を
「
現
実
に
適
用
」
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
従
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
か
ら
主
と
し
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
チ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
‘
既
述
の
ご
と
く
、
単
な
る
カ
ン
ト
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
‘
論
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
個
性
と
し

て
指
摘
し
て
お
い
た
現
実
へ
の
強
い
関
心
に
よ
る
。
た
と
え
ば
前
稿
に
お
い
て
既
に
引
用
し
た
ご
と
く
、
「
民
族
の
精
神
、
歴
史
、
宗
教
、

(38) 

民
族
の
政
治
的
自
由
の
段
階
」
を
一
連
の
問
題
と
考
え
た
り
、
す
ぐ
後
に
示
す
ご
と
く
、
現
実
に
生
き
る
個
々
人
の
宗
教
を
問
題
と
す
る

(39) 

ヘ
ー
ゲ
ル
も
カ
ン
ト
に
従
い
、
真
な
る
宗
教
は
「
理
性
宗
教
」

(
V
e
r
n
u
n
f
t
r
e
l
i
g
i
o
n
)

し
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
真
な
る
宗
教
は
民
族
や
現
実
の
個
々
人
か
ら
抽
象
的
に
離
れ
て
成
立
す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

カ
ン
ト
の

理
性
宗
教
は
‘
理
性
的
存
在
者
一
般
に
通
ず
る
、
そ
の
か
ぎ
り
民
族
や
個
人
の
現
実
を
超
越
し
て
成
立
す
る
宗
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
一
見
カ
ン
ト
的
な
発
言
に
際
し
て
も
、
直
ち
に
次
の
ご
と
く
附
言
す
る

9

「
感
性
的
人
間
の
も
と
に
あ
っ
て
は
宗(46) 

教
も
ま
た
感
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
性
に
働
き
か
け
る
た
め
に
は
‘
善
行
へ
の
宗
教
的
諸
動
機
は
感
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

(47) 

と
。
「
第
三
説
教
」
と
同
じ
く
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
は
真
な
る
宗
教
を
「
悟
性
の
こ
と
」
で
も
「
冷
き
理
性
」
(
e
i
n
e
kalte 
V
e
r
n
u
n
f
t
)

の
こ
と
で

(48)

（

49) 

も
な
く
‘
「
実
践
理
性
の
欲
求
」
に
基
づ
く
「
心
胸
の
事
柄
」
と
し
て
「
主
体
的
宗
教
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
「
宗

か
し

さ
ら
に
そ
の
個
々
人
が

(42) 

一
部
に
は
政
治
的
諸
関
係
の
事
柄
で
あ
る
」
と
述

(43) 

べ
る
。
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
単
な
る
神
学
生
で
は
な
く
、
諸
個
人
や
民
族
の
教
養
を
求
め
る
い
わ
ぱ

V
o
l
k
s
p
a
d
a
g
o
g

で
あ
り
、

(44) 

「
民
族
の
政
治
的
自
由
の
段
階
」
や
「
政
治
的
諸
関
係
」
を
重
視
す
る
「
政
論
家
」
で
も
あ
る
。

(45) 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル
ソ
ー
に
従
っ
て
「
公
的
宗
教
」
と
「
私
的
宗
教
」
、
「
主
体
的
宗
教
」
と
「
客
体
的
宗
教
」
を
区

別
し
、

さ
ら
に
真
の
「
公
的
宗
教
」
た
る
「
民
族
宗
教
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
い
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
れ
に
値
い
す
る
か
否

•
か
を
検
討
し
て
、む
し
ろ
そ
れ
を
否
定
し
、
民
族
宗
教
の
理
想
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
、
ポ
リ
ス
の
宗
教
を
羨
望
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
出
発
点
は
‘
個
々
の
現
実
的
人
間
で
あ
っ
た
。
現
実
的
人
間
は
単
に
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
感
性

的
存
在
者
で
も
あ
る
。

宗
教
は
人
間
の
か
か
る
感
性
面
に
対
抗
し
て
道
徳
性
を
高
揚
す
べ
く
要
請
さ
れ
、
道
徳
的
宗
教
、
理
性
的
宗
教
と
し
て
成
立
す
る
。
し

こ
の
草
稿
に
お
い
て

属
す
る
民
族
に
つ
い
て
、
「
民
族
精
神
を
教
化
す
る
も
の
は

一
部
に
は
民
族
宗
教
の

我
々
の
生
と
は
‘
個
々
の
人
間
の
生
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
「
個
々
人
の
道
徳
性
を
教
化

(
b
i
l
d
e
n
)

す
る
も
の
は
個
々
人
の
宗
教
(die

(41) 

さ
ら
に
は
環
境
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

Privatreligion) 

に
お
い
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
出
発
点
か
ら
既
に
カ
ン
ト
と
は
異
質
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
草
稿
を
「
宗
教
は
我
々
の
生
に
お
け
る
最
も
重
大
な
要
件
の
―
つ
で
あ
が
〗
と
い
う
言
葉
で
始
め
る
。
こ
の
場
合
、

や
両
親
や
自
分
自
身
の
努
力
、
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愛
の
自
己
否
定
的
役
割
と
変
り
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

教
的
諸
動
機
」
も
「
心
胸
を
興
味
づ
け
る
」
、
「
美
し
き
想
像
力
」
(die

s
c
h
o
n
e
 
P
h
a
n
t
a
s
i
e
)
に
よ
る
「
人
間
的
な
気
配
り
」
(ein

m
e
n
s
c
h
.
 ,
 

(50) 

I
 

i
c
h
e
s
 
A
n
s
e
h
e
n
)

を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

(51) 

体
的
宗
教
に
の
み
役
立
つ
」
に
す
ぎ
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
啓
蒙
的
悟
性
主
義
に
批
判
的
で
あ
る
。
悟
性
は
「
客

(52) 

「
悟
性
の
啓
蒙
は
な
る
ほ
ど
人
間
を
よ
り
怜
悧
に
す
る
が
よ
り
よ
く
は
せ
ず
」
、
「
道
徳
性

(53) 

を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
」
、
「
心
胸
の
善
良
と
純
潔
に
比
す
れ
ば
無
価
値
に
近
い
」
と
い
い
切
る
。

こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
宗
教
と
は
「
一
般
に
心
胸
の
事
柄
」
(
e
i
n
e

S
a
c
h
e
 
d
e
s
 
H
e
r
z
e
n
s
)
 

は
‘
「
説
教
」
に
示
さ
れ
て
い
た
「
愛
」
と
い
う
主
体
的
感
情
で
あ
る
。

友
情
を
含
む
）

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
愛
（
そ
の
変
様
と
し
て
の
同
情
、
好
意
‘

(54) 

は
‘
「
経
験
的
性
格
」
を
担
っ
た
「
道
徳
的
感
情
の
根
本
原
理
」
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
そ
の
道
徳
的
感
情
論
に
お
い
て
示
し

た
理
性
的
感
情
と
し
て
の
「
尊
敬
」
が
「
叡
智
的
世
界
」

ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
出
す
る
概
念
が
「
知

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
則

の
成
立
に
果
し
た
役
割
に
代
る
‘
即
ち
「
何
か
理
性
と
類
似
的
な
も
の
を
も
つ
」

(55) 

主
体
的
宗
教
の
根
本
原
理
と
し
て
「
神
の
国
」
成
立
の
主
役
と
な
る
の
で
あ
る
。
愛
と
は
‘
既
述
の
ご
と
く
「
他
の
人
々
の
中
に
自
己
を

(56) 

見
出
し
、
…
…
自
己
と
い
う
存
在
を
抜
け
出
し
て
他
の
人
々
の
中
に
生
き
、
感
じ
、
働
く
」
根
源
的
な
宗
教
的
感
情
で
あ
る
。

は
こ
こ
で
は
ま
だ
愛
の
自
己
否
定
性
を
自
覚
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
で
演
ず
る

愛
は
主
体
的
宗
教
の
根
本
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
愛
が
自
己
を
殺
し
て
他
者
に
生
き
る
と
い
う
自
己
否
定
的
役
割
を
果
す
以
上
、

何
ら
か
の
共
同
体
を
予
想
せ
し
め
る
。
そ
の
と
き
、
共
同
体
の
宗
教
、
即
ち
公
的
宗
教
の
原
則
は
‘
主
体
的
、
私
的
宗
教
の
原
理
た
る
愛

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
公
的
、
客
体
的
宗
教
の
原
則
と
し
て
、

鳥
‘
(die

W
e
i
s
h
e
i
t
)

で
あ
る
。
知
慧
は
決
し
て
啓
蒙
的
悟
性
で
は
な
い
。
悟
性
は
宗
教
が
狂
信
的
信
仰
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
か
ぎ

り
、
客
体
的
宗
教
に
の
み
役
立
つ
。
し
か
し
、
宗
教
が
「
一
般
に
心
胸
の
事
柄
」

で
あ
る
か
ぎ
り
、
公
的
宗
教
に
働
く
も
の
は
単
な
る
悟

ヘ
ー
ゲ
ル
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「
心
胸
と
想
像
力
」
を
働
か
せ
る
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
民
族
宗
教
に
キ
リ
ス
ト
教
は
値
い
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
人
々
を
天
国
の
市
民
に
教
育
し
よ
う

）
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
‘
す
ぐ
後
の
ベ
ル
ン
期
の
よ
う
に

m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
)
 

性
で
は
な
く
‘
心
胸
に
発
す
る
実
践
的
「
智
慧
」

な
も
の
で
あ
り
」
「
学
」

で
は
な
く
‘
「
魂
が
経
験
を
通
し
て
熟
慮
と
結
び
つ
き
つ
つ
、
意
見
や
感
覚
的
印
象
に
依
存
し
な
い
よ
う
に
そ
れ
ら

(58) 

を
超
え
て
自
己
を
昇
華
し
て
ゆ
く
魂
の
高
揚
で
あ
り
」
、
「
心
胸
の
充
実
か
ら
語
り
か
け
る
」
と
い
う
。
論
者
は
‘
私
的
、
公
的
宗
教
を
問

わ
ず
、
心
胸
よ
り
湧
き
で
る
「
愛
」

違
っ
た
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
主
義
を
既
に
越
え
出
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
を
見
出
し
う
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
智
惹
」
と
い
っ
た
現
実
的
経
験
的
な
感
情
を
強
調
す
る
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
‘

カ
ン
ト
の
批
判
主
義
と
全
く

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
に
「
民
族
宗
教
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
問
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
民
族
宗
教
の
教

(59)

（

60)

（

61) 

説
は
次
の
三
点
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
は
‘
「
普
遍
的
理
性
」
に
権
威
づ
け
ら
れ
、
「
単
純
」
で
あ
っ
て
同
時
に
必
ず
「
人
間
的
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
教
説
は
‘
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
教
養
の
一
定
の
発
展
段
階
に
応
じ
た
も
の
で
な

(

6

2

)

(

6

3

)

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
民
族
宗
教
は
「
心
胸
と
想
像
力
」
を
働
か
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
想
像

(66) 

(64) 

力
に
美
し
い
道
を
示
す
べ
く
」
、
「
た
と
え
至
高
者
の
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
性
格
が
不
純
で
あ
ろ
う
」
と
「
神
話
」
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な

(67) 

ら
な
い
。
さ
ら
に
は
ま
た
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
は
民
族
精
神
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
勤
行
」
（
供
御
‘
祈
り
、
苦
行
、
断
食
等
）
や
「
儀
式
」

(68) 

も
大
切
で
あ
る
と
い
う
。
第
三
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
民
族
宗
教
は
公
共
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
民
族
宗
教
は
実
生
活
か

ら
遊
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
公
共
的
な
国
家
活
動
に
結
び
つ
き
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
民
族

(69) 

宗
教
が
以
上
の
要
件
を
備
え
た
と
き
‘
「
民
族
宗
教
は
偉
大
な
心
術
を
生
み
育
て
、
自
由
と
手
を
携
え
て
進
む
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
。

一
概
に
は
「
既
定
性
」
を
斥
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
が
「
人
間
的
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
「
啓
蒙
と
も

で
あ
り
‘

レ
ゾ
ン
ヌ
マ
ン
と
も
別
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と
す
る
の
で
、
人
々
は
た
え
ず
天
上
へ
目
を
す
え
る
余
り
、
自
己
の
人
間
的
感
情
に
疎
遠

ー
リ
ン
ょ
ヘ
ゲ
レ

｀
 

ヘ

ル

タ

ー

ー

J ヘ
ー

さ
ら
に
「
キ
リ
ス
ト
教
が
も
っ
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
宗
教
か
ら
起
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
‘
あ
る
い
は
（
ユ
ダ
ヤ
的
精
神
を
）
こ
れ
ほ
ど
多

(71) 

く
摂
受
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
と
願
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
に
お
け
る
祝
祭
は
「
人

(72) 

(oe
念
O
U
U
V
7
J
)

(
節
制
）
」
に
応
じ
た
民
族
宗
教
の
理
想
で
あ
る
。

人
は
自
然
か
ら
の
友
情
の
こ
も
っ
た
贈
物
ー
ー
花
々
で
冠
を
編
み
‘
喜
び
の
晴
着
を
着
飾
っ
て
ー
ー
そ
の
開
放
的
な
‘
友
情
と
愛
と
に
人

(73) 

々
を
誘
う
顔
に
朗
か
さ
を
み
な
ぎ
ら
せ
つ
つ
自
分
た
ち
の
よ
き
神
々
の
祭
壇
に
歩
み
よ
っ
た
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ポ
リ
ス
の
民
族
宗
教
の

「
人
間
性
」
「
自
然
性
」
を
讃
え
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
愛
を
根
本
原
理
と
す
る
主
体
的
宗
教
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
民
族
宗
教
た
り
え
な
い
。
民
族
宗
教
の
要
件
た
る
「
人
間
性
」
に
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
へ
—
ゲ
ル
は
‘
キ
リ
ス
ト

(74) 

教
が
も
し
民
族
宗
教
た
ら
ん
と
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
宗
教
の
ご
と
く
、
も
っ
と
「
構
想
力
」
や
「
想
像
力
」
を
働
か
せ
‘
人
間
の
自

(75) 

然
的
感
性
を
満
足
せ
し
め
る
よ
う
な
い
わ
ば
「
感
性
的
宗
教
」
(
e
i
n
e
s
 innliche 
R
e
l
i
g
i
o
n
)
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
「
新
し
い
宗
教
」

(eine

n
e
u
e
 
R
e
l
i
g
i
o
n
)
が
成
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
草
稿
の
最
后
に
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
は
民
族
宗
教
か
ら
一
歩
進
め
て
「
民
族
精
神
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

ゲ
ル
は
民
族
宗
教
の
理
想
を
ギ
リ
シ
ャ
人
の
宗
教
に
求
め
た
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
民
族
精
神
に
つ
い
て
も
ポ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と
し
て
考

(76) 

察
し
、
歴
史
（
民
族
精
神
の
父
）
、
政
治
（
そ
の
母
）
、
宗
教
（
そ
の
乳
母
）
、
芸
術
（
乳
母
の
助
手
）
を
一
体
の
も
の
と
考
え
る
。

わ
れ
わ
れ
は
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
実
へ
の
関
心
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歴
史
的
現
実
へ
の
強
い
関
心
は
‘
し
ば
し

ば
述
べ
て
き
た
ご
と
く
‘

カ
ン
ト
と
は
異
質
的
な
へ
—
ゲ
ル
独
自
の
個
性
で
あ
る
。

一
七
九
三
年
九
月
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
を
卒
業
し
、
ベ
ル
ン
に
移
る
。
卒
業
に
際
し
て
、

間
の
自
然
な
欲
求
、
秩
序
正
し
い
感
性
の
衝
動

こ
こ
で
も
‘

「
か
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ

(70) 

fremd)
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
嘆
く
。
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注

(
3
)

こ
の
草
稿
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
D
o
k
u
m
e
n
t
e
(
S
.
2
1
9ー

S
.
2
2
1
)
の
外
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
全
集

(
H
o
l
d
e
r
l
i
n
;

W
 
e
r
k
e
 
u.Briefe・ 

(
2
)
 hrsg• 

v
o
n
 
F
.
B
e
i
B
e
r
.
 l
n
s
e
l
 
V
e
r
l
a
g
.
B
d
.
 

ら
ぬ
か
ぎ
り
こ
の
拙
論
を
前
稿
と
よ
ぶ
。

t
h
e
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 

れ
た
と
い
う
点
で
極
め
て
意
味
深
い
と
思
わ
れ
る
。

の
考
証
を
紹
介
し
て
示
す
が
、
日
付
は
明
白
で
は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
説
教
で
初
め
て

「
和
解
」

(
V
e
r
s
o
h
n
l
i
h
k
e
i
t
)
 

ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
ヘ
の
傾
倒
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

(77) 

の
記
念
帳
に
信
条
と
し
て

t
v
k
a
i
迅
3

く
（
一
に
し
て
全
）
と
書
き
入
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、

(78) 

国
」
の
盟
約
を
交
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ン
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は

だ
遠
く
離
れ
、
さ
し
当
っ
て
カ
ン
ト
の
研
究
に
没
頭
す
る
。
「
神
の
国
」
の
理
念
も
カ
ン
ト
批
判
主
義
の
枠
内
で
思
索
さ
れ
る
。
そ
こ
に
ヘ

(
1
)
ヘ
ー
ゲ
ル
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
一
七
九
二
年
以
降
四
篇
の
説
教
草
稿
を
残
し
て
い
る
。
(
D
o
k
u
m
e
n
t
e
z
u
 H
e
g
e
l
s
 E
n
t
 ,
 

且
C

苓
器
h
r
s
g
.
v
o
n
J
 .
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
.
1
9
3
6
.
 S
.
1
7
5ー

-
S
.
1
9
2
.
N
以
下
'
I
)
0
k
u
m
e
n
t
e
 

• ..\J~ 

畝F
ナ7ス
竺0
)
~の
中
'
‘
却
i

が
皓
2

に
注
i
目

し
た
い
の
は
、
第
二
、
第
三
、
第
四
説
教
で
あ
る
。
第
四
説
教
は
、
後
に
G
.
S
c
h
u
l
e
r
 (
H
e
g
e
l
 |
 S
 tu
d
i
e
n
.
 B
d
.
 
II. 1
9
 6
3
.
)
 

(
D
o
k
u
m
e
n
t
e
,
 
• 

S
.
1
8
5
,
S
.
1
8
7
,
S
.
1
8
9
,
S
 .190)
と
い
、
っ
瑕
如
令
ゃ
を
伸
公
用
し
て
い
る
。
後
述
す
る
ご
と
く
‘
こ
の
説
教
そ
れ
自
体
は
第
二
‘

第
三
説
教
に
比
し
内
容
上
重
大
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
に
亘
る
重
大
な
思
想
「
和
解
」
の
概
念
が
提
出
さ

H
e
g
e
l
s
 

ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介
の
思
想
」
（
「
哲
学
論
叢
」
第
一
号
、

P
.
3

`
 

J
u
g
e
n
d
s
c
h
r
i
f
t
e
n
.
 
h
r
s
g
.
 v
o
n
 H
.
N
o
h
l
.
1
9
0
7
.
S
 .
1
4
6

以
下
N
o
h
l
と
省
略
す
る
。
拙
論
「
若
き
ヘ

P
.
2
6

ー
ー
本
稿
は
こ
の
拙
論
の
続
稿
で
あ
り
、
特
に
断
わ

II 
.
S
.
 6
4
7
ー
S
.
6
4
9
)

に
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
書
簡
集

(
S
c
h
e
l
l
i
n
g
;
B
r
i
e
f
e
 

が

百
i
T
a
く
と
い
っ
た
汎
神
論
的
傾
向
か
ら
は
ま

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
三
人
は
「
神
の
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(
6
)
 G

.
 L
a
s
s
o
n
;
 

• 
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
 z
u
r
 J
e
n
e
n
s
e
r
 
L
o唸
k"
u
.
s
.
w
.
 L
e
i
p
z
i
g
.
 1923. 
S
.
X
I
V
 

(
7
)
 W
.
D
i
!
t
h
e
y
;
 D
i
e
 J
u
g
e
n
d
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
H
e
g
e
l
s
.
 
W
e
r
k
e
.
 B
d
.
I
V
.
 

(15) U• 

D
o
k
u
m
e
n
t
e
.
 h
r
s
g
.
 v
o
n
 
H
.
 F
u
h
r
m
a
n
s
.
 
1962. 

1923. 
s. 2
8
9
 

B
d
.
 I. 
S
.
6
9
 |
 s. 71)
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
草
稿
、
及
ぴ
作

（
岩
波
書
店
昭
和
一
九
年
‘

E
.
 C
a
s
s
i
r
e
r
;
 D
a
s
 E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
p
r
o
b
t
e
m
.
 
B
d
.
 III. 

一
五
頁
、

D
o
k
u
m
e
n
t
e
;• 

S
.
1
0

猶
‘
訳
文
も
金
子
氏
に
よ
る
。

(10) 
H
e
g
e
l
s
 
W
e
r
k
e
.
 h
r
s
g
.
 v
o
n
 
H
.
 G
l
o
c
k
n
e
r
.
 B
d
.
 II. 
S
.
1
4
 

(11) 
V
 gl. W
 .Dilthey; 
ibid.,S.9., 

ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
ド
ク
メ
ン
テ
に
お
い
て
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
教
四
篇
を
収
録
し
て
い
る
。
シ
ュ
ー
ラ

ー
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
時
間
的
順
序
で
い
え
ば
、
第
二
説
教
と
第
三
説
教
と
は
逆
と
な
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
第
三
説

教
は
一
七
九
三
年
五
月
一
日
（
シ
ュ
ー
ラ
—
番
号
二
六
）
、
第
二
説
教
は
同
年
六
月
一
六
日
（
シ
ュ
ー
ラ
ー
番
号
二
七
）

(14) 
V
g
l
.
,
G
.
L
u
k
a
c
s
;
 ibid.,S.35 

(13) 
B
d
.
V
I
I
.
S
.
3
5
 

(12) 
G
.
L
a
s
s
o
n
:
 ibid., 
S
.
I
X
 

速
水
敬
二
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
修
業
遍
歴
時
代
』

(
9
)
 G
.
 L
u
k
a
c
s
;
 
D
e
r
 j
u
n
g
e
 H
e
g
e
l
.
 
1
9
5
4
.
 S
.
 3
5
 

(
8
)
金
子
武
蔵
氏
前
掲
書

(
5
)
金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
』

(
4
)

こ
れ
ら
の
人
々
の
議
論
に
つ
い
て
は
後
に
紹
介
す
る
。

者
を
め
ぐ
る
様
々
な
議
論
は
後
に
詳
論
す
る
。

―
一
頁
）

（
筑
摩
書
房
昭
和
四
九
年
、
六
五
頁
）

で
あ
る
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(18)
ギ
ム
ナ
ジ
ュ
ー
ム
時
代

k
u
m
e
n
ぎ
S
.
1
5
6
)
。
こ
の
年

の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
語
る
の
は

教
と
キ
リ
ス
ト
教
』

の
予
稿

(
N
o
h
l
;
S
.
3
5
5
 |
 S
.
3
5
9
)
 

(16) 
と
さ
れ
る
。
第
四
説
教
（
シ
ュ
ー
ラ
ー
番
号
二
八
）

II. S
.
1
2
8
.
S
.
1
3
6
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
‘
こ
れ
ら
の
説
教
の
他
に
残
し
た
重
大
な
も
の
は
ノ
ー
ル
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
民
族
宗

一
七
九
二
／
九
三
年
と
す
る
。
（
シ
ュ
ー
ラ
ー
番
号
二
九
ー
三
二
）
。

(17) 
K
.
R
o
s
e
n
k
r
a
n
z
;
 H
e
g
e
l
s
 L
e
b
e
n
.
 
1
8
4
4
.
 S
.
8
6
f
.
,
 
K
.
F
i
s
c
h
e
r
;
 

S
.
1
1
.
 

カ
ン
ト
の
「
最
高
善
」

は
シ
ュ
ー
ラ
ー
も
日
付
を
確
定
し
て
い
な
い

と
基
本
稿

(
N
o
h
l
;
S
.
3
 1
 S.
2
9
)

で
あ
り
‘
ン
ュ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
を

H
e
g
e
l
s
 
L
e
b
e
n
,
 
W
e
r
k
e
 u. 
L
e
h
r
e
.
 
1
9
1
1
.
 
B
d
.
 I
 .
S
.
 

D
o
k
u
m
e
n
ぎ
S
.
4
0
0
.

今
日
こ
の
覚
え
書
（
シ
ュ
ラ
ー
番
号
三
六
）
は
残
っ
て
い
な
い
。

一
七
八
七
年
に
カ
ン
テ
ィ
ア
ナ
ー
、

A
.
W
.
R
e
h
b
e
r
g

が
発
表
し
た
論
文
「
形

而
上
学
の
宗
教
に
対
す
る
関
係
」
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
七
八
八
年
九
月
二
九
日
に
作
成
し
た
抜
幸
に
お
い
て
で
あ
る
(
D
o
,
 

ヘ
—
ゲ
ル
は
ま
だ
ギ
ム
ナ
ジ
ュ
ー
ム
の
学
生
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
『
第
二
批

ヘ
ー
ゲ
ル
は

ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
‘
ギ
ム
ナ
ジ
ュ

ー
ム
時
代
ヘ
ー
ゲ
ル
は
直
接
に
は
カ
ン
ト
の
著
作
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
‘
自
己
の
師
A
b
e
l
や
こ
の
R
e
h
b
e
r
g
等
の
論

文
を
通
し
て
カ
ン
ト
哲
学
を
充
分
に
理
解
し
て
い
た
と
主
張
す
る

(
D
o
k
u
m
e
n
食
S
.
4
2
7
)
。
さ
ら
に
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
‘

ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
第
一
批
判
を
直
接
的
に
研
究
し
始
め
る
の
は
フ
ィ
シ
ャ
ー
等
の
主
張
の
ご
と

v
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学

に
入
っ
た
一
七
八
九
年
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る

(
D
o
k
u
m
e
n
t
e
,• 
S
.
4
0
0
)
'
'
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は

}
.
A
.
U
l
r
i
c
h
の
「
自
由
論
」
に
つ
い
て
抜
莱
を
作
り
(
-
七
八
八
年
七
月
三
一
日
、
D
o
,
 

k
u
m
e
n
t
e
;
 

• 

S
.
1
4
9
f
f
)

引
き
続
き
先
述
の
R
e
h
b
e
r
g
の
論
文
の
抜
莱
を
作
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
抜
莱
に
お
い
て
‘

の
概
念
に
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
第

l

批
判
』

の
研
究
と
同
様
に
‘

ヘ

ヘ
ー
ゲ
ル
が
始
め
て
カ
ン
ト

(
H
e
g
e
lー

S
tudien. B
d
.
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外
化
す
る

(
s
i
c
h

S
.
1
0
2
f
.
)
と
名
付
け
ら
れ
、
キ
ム
メ
ル
レ
に
よ
っ
て
一
八

0
四
年

判
』
の
研
究
を
カ
ン
ド
自
身
の
著
作
に
よ
っ
て
始
め
る
の
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
涯
に
亘
っ
て
自
己
を
ル
タ
ー
主
義
者
と
規
定
し
た
。
後
年
ヘ
ー
ゲ
ル
は
友
人
ト
ー
ル
ッ
ク
に
「
私
は
ル
タ
ー
主

義
者
で
す
。
そ
し
て
哲
学
に
よ
っ
て
も
同
様
に
ル
タ
ー
主
義
を
堅
持
し
ま
す
」
と
語
る
。
(
-
八
二
六
年
七
月
三
日
、

H
e
g
e
l
s

B
r
i
e
f
e
.
 h
r
s
g
.
 v
o
n
 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
.
 B
d
.
I
V
.
 S
.
2
9
)
 

一
五
五
頁
。

(25)

こ
の
「
奴
隷
形
態
へ
の
自
己
外
化
」
と
い
う
と
き
の

s
i
c
h

e
n
 ta
u
 B
e
r
n
の
使
用
法
は
確
に
ま
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
的
概
念
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
自
已
外
化
の
概
念
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
意
識
的
に
自
己
の
方
法
と
し
て
使
用
し
始
め
る
の
は
‘

ト
期
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
か
ら
で
あ
る
。
(
N
o
h
l
;
S
.
2
9
0
,
S
.
3
8
1
.
)
 (
猶
‘
こ
の
点
に
つ
い
て
は
H
.
M
a
r
c
u
s
e
;
 

R
e
a
s
o
n
 a
n
d
 R
e
u
o
l
n
t
i
o
n
.
1
9
6
0
.
P
.
3
4
 

`
 

P.35~~~ 

照
さ
れ
た
い
）
。
イ
エ
ナ
期
に
入
る
と
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
s
i
c
h
-
e
n
t
a
u
8
e
r
n
・

と
い
う
概
念
を
完
全
に
自
己
の
方
法
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
「
最
初
の
体
系
網
要
」
(
D
o
k
u
m
e
n

te; 
S
.
3
0
6
-
S
.
3
0
8
.
,
 ,
 

"
R
o
s
e
n
k
r
a
n
z
;
 .
 
H
e
g
e
l
s
 L
e
b
e
n
.
 

夏
、
草
さ
れ
た
と
考
証
さ
れ
て
い
る
（
キ
ム
メ
ル
レ
番
号
七

0
)
断
片
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
絶
対
者
が
永
遠
に
そ
こ
へ
と
自
己
を

e
n
t
営
B
e
r
n
)

現
象
と
し
て
の
世
界
」
(
D
o
k
u
m
e
n
食

S
.
3
0
6
)

と
い
う
形
で
s
i
c
h
e
n
t
i
i
u
B
e
r
n
を
使
用
す

る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て
、
「
外
化
」
と
い
う
概
念
を
最
初
に
自
覚
的
に
使
用
し
た
の
は
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
た
。

(24) 
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
 S
.
 1
7
9
 

(23) 
D
o
k
u
m
e
n
苔
S
.
1
8
3

(21)（

2
2
)
D
oざ
u
m
e
n
t
e
;
S
 .182 

(20)
た
と
え
ば
、
速
水
氏
前
掲
書

(19) 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
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(32)

こ
の
盟
約
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(30)（

31) 
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
 S
 .
1
8
0
 

(29) 
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
 
S
.
1
8
1
 

(
2
8
)
D
o
k
u
m
e

ミ
t
e
9
•
S
.
1
8
0
 

(27) 
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
 
• 

S
.
1
8
1
 

(
2
6
)
D
oざ
u
m
e
n
t
e
;
S
 .
1
8
0
 

が
動
詞
と
し
て
こ
の
語
を
使
用
す
る
の
は

ヘ
ー
ゲ
ル

即
ち
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
啓
示
神
学
批
判
』
(
-
七
九
一
）
に
お
い
て
、
「
我
々
の
内
な
る
道
徳
律
の
立
法
者
と
し
て
の
神
の
理
念
は
‘

我
々
の
も
の
の
外
化

(
E
n
t
i
i
u
B
e
r
u
n
g
)

、
即
ち
主
観
的
な
も
の
の
我
々
外
部
に
あ
る
存
在
者
へ
の
移
譲
に
基
い
て
い
る
」

(W er
k
e
 
v
o
n
 
M
e
d
i
c
u
s
.
 B
d
.
 I
.
 S
 .
2
4
)

と
の
べ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
の
予
稿
(
-
七
九
二
／
九
三
）

の
冒
頭
に
お
い
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
書
（
但
し
一
七
九
二
年
の
第
二
版
）
に
ふ
れ
て
い
る

(
N
o
h
l
;
S
 .
3
5
5
)
。
従
っ
て
こ
の
説

教
に
お
け
る

s
i
c
h
e
n
t
菩
B
e
r
n

の
使
用
は
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
‘

一
七
九
四
年
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
(
B
d
.
I
.
S
.
3
6
0
)

が
最
初
で
あ
る
か
ら
、
ド

イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て

s
i
c
h
e
n
t
a
u
B
'
e
r
n

を
最
初
に
用
い
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
他
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
説
教
に
お
い

て
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
‘
こ
の
説
教
は
重
大
で
あ
る
。
猶
‘
私
見
に
よ
れ
ば
‘

が
E
n
t
f
r
e
m
d
u
n
g

疎
外
と
い
う
概
念
を
最
初
に
使
用
す
る
の
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
(
N
o
h
l
;
s
.
;
:
;
3
9
)

で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
‘
こ
こ
で
始
め
て
「
自
已
外
化
」
と
い
う
概
念
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
自
身

(33)
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
の
世
俗
性
‘
無
教
養
性
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
嘆
き
は
次
の
ベ
ル
ン
期
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
を
通
じ
て
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(40) 
N
a
h
l
;
 S
.
3
 

(39) 
N
o
h
l
;
 S
.
1
7
.
 S
.
2
4
 

(38) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
7
 

(37) 
G
.
L
u
k
a
c
s
:
 ibid., S
.
3
5
 

(36) 
D
o
k
u
m
e
n
食
S
.
1
9
1

(35) 
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
 S
 .
1
9
0
 

張
を
押
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

L
i
e
b
e
 
u
n
d
 V
e
r
s
o
h
n
1
i
c
h
k
l
i
t
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
敢
て
自
己
独
自
の
主

(34)
注
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
説
教
の
テ
ー
マ
は
マ
タ
イ
伝
一
八
章
の
ニ
―

1
三
五
に
あ
る
‘

ル
タ
ー
に
よ
っ
て
「
大
罪
人
の

ゆ
る
し

(
V
e
r
s
o
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
)
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
寓
話
で
あ
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル
タ
ー
に
従
っ
て
く
e
r
s
o
h
n
l
i
c
h
,
 

keit
の
概
念
を
使
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
単
に

V
e
r
s
o
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t

だ
け
で
は
な
く
‘

と
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

ゲ
ル
の
研
究
』
末
来
社
昭
和
四
六
年
七
一
頁
。

の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
貫
し
た
立
場
と
な
る
。

（
細
谷
貞
雄
『
若
き
ヘ
ー

細
谷
氏
は
こ
の
説
教
と

N
o
h
!
;
S
.
1
0
0

と
の
関
連
を
も
注
目
し
て
お
ら
れ
る
。
）

こ
の
説
教
は
‘
こ
こ
で
始
め
て
「
和
解
」
と
い
う
概
念
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
は
、
そ
の
長
文
に
比
し
て
、
あ
ま
り

重
大
な
思
想
を
含
ん
で
い
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
速
水
氏
は
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
考
証
に
従
い
つ
つ
、
「
ベ
ル
ン
の
家
庭
教
師
た

る
こ
と
の
承
認
を
受
け
る
た
め
、
宗
教
局
で
行
な
わ
れ
た
神
学
試
験
の
―
つ
の
課
目
と
し
て
の
説
教
用
で
あ
っ
た
」
と
こ
の
説

教
の
成
立
経
過
を
示
さ
れ
て
い
る
。
（
速
水
氏
前
掲
書
一
五
五
頁
）
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
‘
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(57)（

58) 
N
o
h
!
;
 S
.
1
5
 

(54)
（

55)
（

56) 
N
o
h
l
;
 S
.
1
8
 

(53) 
N
o
h
l
;
 S
.
1
5
 

N
o
h
l
;
 S
.
1
4
2
f
.
 

(52) 
N
o
h
l
;
 S
.
1
2
.
 
猶

(51) 
N
o
h
l
;
 S
.
1
2
 

(50) 
N
o
h
!
;
 S
.
5
 

(49) 
N
o
h
l
;
 S
.
9
.
 V
g
l
.
 S
.
5
,
 S
.
8
,
 S
.
1
0
,
 S
.
1
1
,
 S
.
1
4
,
 S
.
1
5
 etc. 

(48) 
N
o
h
l
;
 
S
.
9
 

(46)（

47) 
N
o
h
l
;
 

(43) T.L• 

H
a
e
r
i
n
g
;
 H
e
g
e
l
,
 sein 
W
o
l
l
e
n
 
u
n
d
 sein 

(44)
金
子
武
蔵
「
ヘ
ー
ゲ
ル
政
治
論
文
集
」
上
二
四
一
頁
（
岩
波
文
庫
）

四
編
第
八
章
に
基
づ
く
と
指
摘
さ
れ
る
（
金
子
、
同
上
書
二
四
六
頁
）
。
T
.
L
•H
a
e
r
i
n
g
も
こ
の
断
片
全
体
が
ル
ソ
ー
の
強
い
影

響
を
受
け
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る

(
T
.
L
.
H
a
e
r
i
n
g
;
ibid. `
 
S
.
9
6
)
 

(45)
金
子
教
授
は

(42) 
N
o
h
!
;
 S
.
2
7
 

(41) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
7
 

S
.
5
 

ヘ
—
ゲ
ル
の
宗
教
の
公
的
、
私
的
、
あ
る
い
は
主
体
的
、
客
体
的
と
い
う
区
別
は
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
第

ヘ
ー
ゲ
ル
の
啓
蒙
的
悟
性
の
批
判
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
性
』
の
一
八

0
0年
の
改
稿
に
も
み
ら
れ
る
。

W
e
r
k
.
B
d
.
 I
.
S
.
2
4
7
.
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の
草
稿
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。

(75) 
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
 ・S
.
2
2
0
.
 
論
者
は
‘
後
に
詳
論
す
る
ご
と
く
、
『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
古
の
体
系
計
画
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
草

稿
を
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
作
品
と
考
え
る
。
こ
の
「
感
性
的
宗
教
」
あ
る
い
は
「
新
し
い
宗
教
」
(
D
o
k
u
m
e
n
t
e
;
S
.
2
2
1
)

は
上
記

(76) 
N
o
h
!
;
 S
.
2
7
 A
n
m
.
 
金
子
教
授
前
掲
書
二
四
七
頁
。

(77) Hegel~Brief. 

B
d
.
 IV. S
.
4
8
.
 
猶
‘
こ
の
点
に
つ
い
て
は
速
水
教
授
前
掲
書
六
七
頁
に
負
う
。

(74) 
N
o
h
!
;
 S
.
3
5
8
 

(73) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
7
 

(72) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
6
 

(71) 
N
o
h
l
;
 S
.
3
5
9
.
 V
g
l
.
 S
.
3
6
3
.
 
細
匹
谷
1

教
埒
9
即
塙
H
青
一
九
頁
。

(70) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
7
 

(69) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
7
 

(68) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
6
 

(67) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
4
 

(64)
（

65)
（

66) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
4
.
 
(
こ
の
「
神
話
」
と
い
う
概
念
は
後
に
重
大
な
役
割
を
果
す
こ
と
と
な
る
。
）

(63) 
N
o
h
!
;
 S
.
2
3
.
 
V
g
l
.
 S
.
1
9
,
S
.
2
0
 

(60)
（

61)
（

62) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
1
 

(59) 
N
o
h
l
;
 S
.
2
0
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(78) 
の
理
念
実
現
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
未
完
）

点
は
見
え
ざ
る
教
会
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル

一
七
九
四
年
七
月
一

0
日
付
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ヘ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
書
簡
の
中
で
「
我
々
が
神
の
国
の
合
言
葉
を
以
て
別
れ
て
か

ら
1
」
と
あ
り
、
ま
た
一
七
九
五
年
一
月
末
、

て
怠
け
て
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
‘

ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
あ
て
て
「
神
の
国
よ
来
れ
、
我
々
は
懐
手
を
し

さ
ら
に
「
理
性
と
自
由
と
は
ど
こ
ま
で
も
我
々
の
合
言
葉
だ
、
そ
し
て
我
々
の
一
致

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
「
神
の
国
」

（
一
九
七
八
、

一
、
三
一
）

（
文
学
部
教
授
）




